
 

 

 

講
演
会
「
藩
主
毛
利
敬
親
～
藩
政
改
革
と
野
田
御
殿
」
開
催 

 

ま
た
、
敬
親
は
本
当
に
「
そ
う
せ
い
公
」
だ
っ
た
の

か
？
と
い
う
敬
親
の
人
と
な
り
や
功
績
に
つ
い
て
の
話

も
あ
り
ま
し
た
。
敬
親
は
、
島
津
家
や
伊
達
家
な
ど
数

家
の
み
に
許
さ
れ
て
い
た
参
勤
交
代
時
の
三
本
槍
を
許

可
さ
れ
た
り
、
没
後
に
は
正
一
位
の
位
と
な
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。
長
府
藩
・
徳
山
藩
・
岩
国
藩
・
萩
藩
を
養

子
関
係
や
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
防
長
の
統
一
も
果
た
し

た
人
物
で
し
た
。 

そ
の
他
に
も
、
毛
利
家
と
朝
廷
の
話
、
幕
末
期
の
長

州
藩
の
評
価
や
動
乱
の
話
な
ど
も
あ
り
、
幅
広
い
内
容

の
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

 

令
和
３
年

11
月
６
日
（
土
）
、
講
演
会
「
藩
主
毛
利
敬
親 

藩
政
改

革
と
野
田
御
殿
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
毛
利
博
物
館
顧
問
の

小
山
良
昌
氏
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。 

 

現
在
、
山
口
市
菜
香
亭
が
建
つ
土
地
は
、
か
つ
て
野
田
御
殿
と
い
う

御
殿
が
あ
っ
た
場
所
で
し
た
。
何
故
、
山
口
の
土
地
に
御
殿
が
建
っ
た

の
か
。
何
故
「
山
口
」
県
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
話
か
ら
講
演
会
は
始

ま
り
ま
し
た
。 

敬
親
は
文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
に
藩
是
を
攘
夷
実
行
と
決
定
し
、 

毛利博物館顧問 小山良昌氏 

文
久
３
年
（
１
８
６
３
）
に
は
萩
城
内
の
政
治
堂
を
山
口
の
御
茶
屋
へ
移
し
ま
す
。
そ
し
て
、
翌
年
５

月
か
ら
半
年
足
ら
ず
で
山
口
御
屋
形
を
建
設
し
、
政
治
の
中
心
が
山
口
へ
と
移
り
ま
す
。
そ
し
て
、
慶

応
３
年
の
山
口
永
住
令
に
よ
っ
て
、
山
口
が
防
長
両
国
の
根
拠
地
と
な
り
、
山
口
県
へ
と
繋
が
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
後
、
明
治
２
年
に
は
、
敬
親
の
隠
居
所
と
し
て
野
田
御
殿
の
建
設
が
始
ま
り
ま
す
が
、

完
成
前
に
敬
親
は
逝
去
。
さ
ら
に
明
治
４
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
元
藩
主
は
東
京
へ
移
住
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
野
田
御
殿
は
管
理
人
が
住
み
、
山
口
用
達
所
（
山
口
で
の
毛
利
家
本
拠
地
）

と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

  

 

そ
の
後
、
息
子
の
元
徳
も
孫
の
元
昭
も
、
隠
居
す
る
こ
と
な
く
現
職
で
逝
去

し
た
た
め
、
野
田
御
殿
は
隠
居
所
と
し
て
は
未
使
用
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
昭
和

に
な
り
、
野
田
御
殿
は
山
口
県
へ
売
却
さ
れ
、
県
職
員
住
宅
と
な
っ
た
後
解
体

さ
れ
ま
し
た
。 

第
８
回
ア
ー
ト
de
お
も
て
な
し
開
催 

明
治
２
年
６
月
４
日
、
毛
利
敬
親
は
家
督
を
元
徳
に
譲
り

ま
し
た
。
同
年
、
敬
親
の
隠
居
所
と
し
て
野
田
御
殿
の
建
設

が
決
ま
り
、
着
工
し
ま
す
。
松
岡
治
助
が
棟
梁
を
つ
と
め
ま

し
た
。
松
岡
治
助
は
山
口
御
屋
形
や
豊
栄
神
社
を
手
掛
け
た

明
治
初
期
の
代
表
的
な
大
工
棟
梁
で
す
。 

し
か
し
、
敬
親
は
明
治
４
年
３
月
山
口
藩
庁
内
殿
で
亡
く

な
り
、
野
田
御
殿
に
居
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま

す
。
戦
後
こ
の
地
に
県
職
員
住
宅
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
現

在
、
跡
地
に
は
山
口
市
菜
香
亭
が
あ
り
ま
す
。 

野田御殿（毛利家野田別邸） 
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隠
居
所 

野
田
御
殿
の
建
設 

活
用
さ
れ
る
野
田
御
殿 

 

完
成
前
に
敬
親
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
隠
居
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
毛
利
家
野
田
別
邸
と
し
て
、
様
々
な
形
で
野
田
御
殿
は
利
用
さ
れ
ま
す
。 

明
治

18
年
７
月

26
日
か
ら
９
月

12
日
ま
で
、
山
陽
道
御
巡
幸
が
あ
り
、
明
治
天
皇
は
、
県
内
に

７
月

29
日
か
ら
３
日
間
滞
在
さ
れ
ま
し
た
。
野
田
御
殿
は
、
滞
在
中
の
行
在
所
（
行
幸
時
に
旅
先
に

設
け
た
仮
の
御
所
）
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治

41
年
４
月
の
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
行
啓
の
際

に
も
、
野
田
御
殿
は
皇
太
子
の
宿
舎
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
料
亭
菜
香
亭
は
供
奉
人
の

食
事
を
配
慮
し
た
こ
と
か
ら
、
後
日
、
桂
太
郎
よ
り
掛
け
軸
「
鶴
駕
入
鴻
城 

皇
恩
潤
二
州
」
を
賜

り
ま
し
た
。 

敬
親
の
孫
、
毛
利
元
昭
が
来
山
し
た
際
も
、
野
田
御
殿
に
滞
在
さ
れ
ま
し
た
。
元
昭
は
毛
利
元

徳
・
安
子
夫
妻
の
長
男
と
し
て
萩
八
丁
邸
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
明
治

30
年(

１
８
９
７)

家
督
を
継
ぎ

ま
し
た
。
山
口
に
来
た
際
は
料
亭
菜
香
亭
を
贔
屓
に
さ
れ
ま
し
た
。
好
物
は
鯛
の
刺 

 

桂太郎の書 

野
田
御
殿
の
そ
の
後 

野
田
御
殿
の
思
い
出 

 

野
田
御
殿
は
、
昭
和

22
年
に
山
口
県
へ
売
却
さ
れ
、
県
職
員
の
住
宅
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和

37
～

40
年
に
か
け
て
、
野
田
御
殿
は
解
体
さ
れ
、
同

じ
場
所
に
県
職
員
住
宅
が
四
棟
建
設
さ
れ
ま
す
。
県
職
員
住
宅
が
で
き
た
後
も

蔵
の
み
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
３
年
に
蔵
も
解
体
さ
れ
ま
し
た
。 

解
体
さ
れ
た
野
田
御
殿
の
一
部
は
、
山
口

市
内
の
各
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
天
皇

が
宿
泊
さ
れ
た
部
屋
は
常
栄
寺
に
再
現
さ

れ
、
表
御
門
の
部
材
を
使
っ
た
門
が
平
川
の

企
業
内
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
野
田

御
殿
で
使
用
さ
れ
て
い
た
流
し
は
山
口
市
歴

史
民
俗
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

野
田
御
殿
、
県
職
員
住
宅
に
当
時
住
ん
で
い
た
方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、

当
時
の
思
い
出
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

  ・
家
か
ら
正
北
の
正
門
に
か
け
て
職
員
が
畑
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。と
に
か
く
自
分
の
家
か

ら
廊
下
づ
た
い
に
殆
ど
の
お
宅
に
行
け
、雨
が
降
っ
て
も
ぬ
れ
ず
に
遊
び
に
行
け
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。 

・
各
部
屋
は
ふ
す
ま
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
の
で
隣
の
音
が
よ
く
聞
こ
え
た
。 

 

縁
側
が
広
く
廊
下
で
各
部
屋
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、子
供
達
が「
殿
中
で
ご
ざ
る
」と
言

っ
て
遊
ん
で
い
た
。 

・
平
屋
は
長
屋
み
た
い
に
な
っ
て
い
て
、３
家
族
入
っ
て
い
た
。元
は
厩
だ
っ
た
の
を
改
装
し

た
と
聞
い
た
。 

・
風
呂
場
も
広
く
五
右
衛
門
風
呂
が
あ
っ
た
。
広
い
風
呂
で

10
畳
ぐ
ら
い
あ
っ
た
。
焚

口
も
あ
っ
た
。風
呂
は
２
カ
所
あ
っ
た
。 

・
よ
く
門
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
遊
ん
で
い
た
。 

・
御
殿
の
中
庭
に
さ
る
す
べ
り
が
あ
っ
た
。 

 

・
物
見
や
ぐ
ら
※
は
、や
ぐ
ら
だ
っ
た
記
憶
は
な
く
、や
ぐ
ら
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。人
が
住
ん
で
い
た
。 

・
物
見
や
ぐ
ら
と
さ
れ
て
い
る
建
物
は
現
在
の
営
林
署
向
か
い
の
角
に
あ
っ
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。か
と
い
っ

て
何
か
わ
か
ら
な
い
で
す
。調
べ
が
す
す
む
と
よ
い
の
で
す
が
。 

・
住
ん
で
い
た
当
時
は
幼
か
っ
た
た
め
、御
殿
の
凄
さ
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。し
か
し
、祖
父
が
良
く
御
殿
に
つ
い

て
語
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。 

     

ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
菜
香
亭
で
は
引
き
続
き
、
野
田
御
殿

の
情
報
を
集
め
て
い
ま
す
。
過
去
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
方
や
何
か
情
報
を
ご
存
じ
の
方
は
ご
協
力
い

た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。 

た
そ
う
で
す
。
菜
香
亭
に
は
、
元
昭
ら
毛

利
家
専
用
の
食
器
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま

す
。 

 

敬
親
の
孫
、
毛
利
元
昭
が
来
山
し
た
際
も
、
野
田
御
殿
が
滞
在
場
所
と

な
り
ま
し
た
。
明
治

29
年
の
元
昭
夫
妻
の
結
婚
披
露
の
際
に
も
野
田
御
殿

は
挨
拶
や
立
食
に
度
々
使
用
さ
れ
ま
し
た
。 

元
昭
は
毛
利
元
徳
・
安
子
夫
妻
の
長
男
と
し
て
萩
八
丁
邸
に
生
ま
れ
、

明
治

30
年(

１
８
９
７)

家
督
を
継
ぎ
ま
す
。
山
口
に
来
た
際
は
料
亭
菜
香

亭
を
贔
屓
に
さ
れ
ま
し
た
。
好
物
は
鯛
の
刺
身
で
、
相
当
大
量
に
召
上
っ 

  

毛利家専用食器 

も
と
あ
き
ら

 

あ
ん
ざ
い
し
ょ

 

こ
や
ま
よ
し
ま
さ

 

※
野
田
御
殿
の
南
側
、
現
在
の
野
田
学
園
高
校
斜
め
前
の
芝
生
付
近
に
物
見
や
ぐ
ら
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

野田御殿の跡地に建つ山口市菜香亭。 
歴史巡りの庭は、大殿地区の史跡を 
模して作られています。 
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